
終
南

山

の
変

容

-

盛
唐
か
ら
中
唐
へ
t

川

合

康

三

京
都

大
牢

風
景
が
す
ぐ
れ
て
認
識
に
関
わ
る
こ
と
は
､
い
ま
さ
ら
言
葉
を
費

や
す
ま
で
も
な
い
｡
自
然
は
人
間
が
開
輿
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
る
の
に
勤
し
'
風
景
は
人
間
の
認
識
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
自
然

な
の
だ
か
ら
｡
し
か
も
自
然
の
中
か
ら
何
を
選
び
取
-
､
い
か
に
再

構
築
す
る
か
に
は
､
文
化
や
時
代
が
大
き
-
作
用
し
て
い
る
｡
し
た

が
っ
て
'
ど
の
よ
う
な
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
､
そ
れ

ぞ
れ
に
異
な
る
風
景
が

｢見
ら
れ
る
｣
こ
と
に
な
る
｡

一
つ
の
風
景
が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
襲
貌
す
る
の
か
､
こ

こ
で
は
終
南
山
を
取
-
上
げ
て
､
盛
唐
か
ら
中
唐

へ
の
襲
化
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
｡
文
学
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
終
南
山
の
襲
容
の
中
に
､

中
唐
と
い
う
時
代
に
お
け
る
認
識
の
襲
化
の
あ
-
さ
ま
を
探
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
｡

終
南
山

の
襲
容

(川
合
)

終
南
山
は
古
-
は
先
秦
の
地
誌
で
あ
る

『尚
書
』
｢爵
貢
｣
'
そ
の

薙
州
の
記
述
の
中
か
ら
す
で
に
名
が
見
え
る
｡

殖
州
は
-
･･･洛
南

･
惇
物
よ
-
､
鳥
鼠
に
至
る
.

但
し
こ
こ
で
は
薙
州
に
展
す
る
｢三
山
の
名
｣
(偽
孔
俸
)
の
一
つ

で
あ
る
と
い
う
以
上
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
｡

『詩
経
』
で
は
十
第
は
ど
の
詩
に

｢南
山
｣
が
見
え
る
が
､
大
鮭

は
各
地
の
南
の
山
で
あ

っ
て
､
終
南
山
に
特
定
で
き
な
い
｡
｢秦
風
･

終
南
｣
の
篇
は
終
南
山
を
指
す
に
違
い
な
い
が
､
｢洛
南
何
か
有
る
'

保
有
-
梅
有
-
｡

君
子
至
る
､
錦
衣
狐
表
｣
､

山
に
は
そ
こ
に
ふ
さ

わ
し
い
物
が
あ
る
よ
う
に
､
と
唱
い
起
こ
す
懲
愛
詩
の
興
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
'
こ
れ
は
後
代
に
鮭
承
さ
れ
て
行
か
な
い
｡

た
だ

｢小
雅

･
天
保
｣
が
君
主
を
こ
と
ほ
ぐ
言
葉
を
連
ね
た
最
後
の

章
は
､
南
山
が
そ
の
後
に
持
ち
緯
け
る
意
味
の
一
つ
を
す
で
に
含
ん

で
い
る
｡

55

如
月
之
恒

知
日
之
升

如
南
山
之
毒

不
案
不
崩

月
の
恒
の
如
-

日
の
升
る
が
如
し

南

山
の
轟
の
如
-

･t7
薫

け
ず
崩
れ
ず



中
周
文
畢
報

第
五
十
珊

如
松
柏
之
茂

松
柏
の
茂
る
が
如
-

な
んじ

あ

無
不
爾
或
承

爾

に

承
-
る
戎

ら
ざ
る
無
し

山
が
恒
久
不
愛
の
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
長
寿

へ
の
所
念
に
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
｡
山
の
持

つ
蛋
性
が
こ
こ
で
は
永
世
の
象
徴
と

し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
後
､

｢南
山
の
寿
｣
は
こ
と
に
天

子
の
長
寿
を
所
る
際
の
定
型
の
措
軒
と
し
て
用
い
ら
れ
､
そ
れ
は
今

日
で
も

｢福
如
東
海
､
幕
比
南
山
｣
と
い
っ
た
成
語
と
し
て
生
き
て

い
る

｡
京
都
を
唱
-
漠
賦
に
も
も
ち
ろ
ん
終
南
山
は
登
場
す
る
｡
班

固

｢西
都
賦
｣
(『文
選
』
巻
1
)
に
は
､
｢左
は
由
谷

･
二
晴
の
阻
に
嬢

-
､

表
す
る
に
は
太
華

･
洛
南
の
山
を
以
て
す
｣
｡

す
な
わ
ち
華
山

と
と
も
に
都
の
指
標
と
し
て
そ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
｡
張
衡

｢西
京

賦
｣
(『文
選
』
撃

T)
で
は
､
長
安
を
取
-
囲
む
地
形
を
列
赦
し
た
部

分
に
'
｢前
に
於
て
は
則
ち
賂
南

･
太

一
､
隆
臓
崖
準
､
随
所
密
律

こ

はぅ

す

こう

と
し
て
､
岡
を
噂
家
に
連
ね
､
杜
を
抱
き
部
を
含
み
､
豊

を

歌

い

鏑

を
吐
-
｣
と
言
う
｡
こ
こ
で
は
都
を
難
攻
不
落
の
地
た
ら
し
め
て
い

る
地
理
的
保
件
の

1
つ
と
し
て
終
南
山
を
畢
げ
て
い
る
｡

都
の
指
標
､
或
い
は
都
を
国
境
す
る
要
害
､
そ
れ
が
い
ず
れ
も
長

安
と
い
う
閥
の
中
心
に
結
び
付
い
た
､
い
わ
ば
地
上
偉
力
の
象
徴
と

す
れ
ば
､

l
方
で
絡
南
山
は
権
勢
か
ら
離
れ
て
隠
者
が
住
ま
-
静
諾

な
空
間
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
｡

例
え
ば
班
国
は

｢終
南
山
の
賦
｣
(『初
学
記
』
巻
五
)
で
は

｢柴
期

･
給
里
､
此
こ
に

心
を
情
ん
ず
｣
と
､
菓
啓
期

･
椅
里
李
と
い
っ
た
隠
棲
者
が
安
ら
ぎ

を
得
る
場
と
し
て
､
ま
た

｢彰
租
は
宅
し
て
以
て
蝉
験
し
､
安
期
は

饗
し
て
以
て
延
年
す
｣
と
､
彰
租
や
安
期
生
が
長
生
を
獲
得
し
た
場

と
し
て
そ
の
地
を
言
い
､
そ
れ
に
あ
や
か
っ
て
天
子
が
そ
こ
で
長
寿

を
願

っ
た
こ
と
に
漬
け
て
い
る
｡
こ
の
よ
-
に
漠
代
で
は
終
南
山
は
､

地
上
世
界
の
中
心
で
あ
る
帝
都
の
槽
力
と
､
偉
力
か
ら
遠
ざ
か
-
精

神
の
安
逸
と
長
生
を
保
護
す
る
超
俗
的
空
間
と
い
う
､
両
義
的
な
シ

ン
ボ
ル
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

賂
南
山
が
世
俗
と
超
俗
と
の
二
重
の
象
徴
性
を
帯
び
て
い
た
こ
と

は
､

そ
の
表
記
か
ら
も
謹
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
-
｡

『左
停
』
昭

公
四
年
に
は
､
｢九
州
の
陵
｣
の
一
つ
と
し
て

｢中
南
｣
を
挙
げ
て
い

る
｡
杜
預
が

｢始
卒
武
功
解
の
南
に
在
る
な
-
｣
と
言
う
よ
-
に
､

｢中
南
｣
は
明
ら
か
に
終
南
山
を
指
し
て
い
る
｡
播
岳
の

『開
中
記
』

(『説
邦
』
等
六
一
)
に
も
､

｢終
南
山
､

T
名
車
南
､

天
中
に
在
る
を
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言
う
｡
都
の
南
に
居
る
な
-
｣
と
い
う
断
片
的
記
事
が
見
え
る
｡
｢中

南
｣
は
播
岳
が
言
-
よ
う
に
天
の
中
心
の
意
味
で
あ
-
､
そ
れ
は
天

と
封
歴
す
る
地
上
世
界
の
中
心
の
意
味
に
も
な
る
o
｢終
南
｣
と
表

記
す
れ
ば
､
お
そ
ら
-
そ
れ
は
都
の
南
の
果
て
の
意
で
あ
-
'
世
俗

的
世
界
か
ら
隔
た
っ
た
超
俗
性
と
結
び
付
-
だ
ろ
う
｡

漠
代
の
賦
に
見
ら
れ
る
終
南
山
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
六
朝
の
文
学

に
も
准
承
さ
れ
て
い
-
O

西
晋

･
播
岳

｢西
征
の
賦
｣

(『文
選
』
巻

一〇
)
は
漢
の
京
都
の
賦
が
時
代
に
,*
っ
て
西
都

(長
安
)
か
ら
東

都

(洛
陽
)

へ
と
配
置
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
､
時
間
軸
で
な

-
自
分
の
放
程
と
い
う
空
間
の
移
動
に
沿

っ
て
､
ま
た
二
都
の
順
序

も
逆
に
洛
陽
か
ら
長
安

へ
と
叙
適
さ
れ
'
且
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に

ま
つ
わ
る
過
去
に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
と
も
重
ね
合
わ
せ

ら
れ
て
い
る
の
だ
が

(｢西
征
賦
｣
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
'
原
田
直

枝

｢播
岳

〝
西
征
賦
〃

故
｣､
『中
国
文
学
報
』
第
四
十
四
筋
'
一
九
九
二
t

を
参
照
)
､
長
安
に
近
づ
い
た
部
分
に
､
｢終
南
に
面
し
て
雲
陽
を
背

と
し
､
平
原
に
跨
-
て
幡
家
に
連
な
る
｣
の
句
が
あ
る
｡
こ
れ
は
長

安
が
周
囲
の
地
理
的
候
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
､

都
を
護
る
要
害
と
し
て
の
終
南
山
の
意
味
を
引
い
て
い
る
｡

終
南
山

の
饗
容

(川
合
)

梁

･
沈
約

｢鍾
山
の
詩

西
陽
王
の
教
に
鷹
ず
｣
(『文
選
』
巻
二
二
)

は
､
建
康
の
北
に
位
置
す
る
鍾
山
の
め
で
た
さ
を
讃
え
る
詩
で
あ
る

が
､

室
山
紀
地
徳

室
山
は
地
の
徳
を
紀

し
よ

地
陵
資
練
寒

地
陵
は
森
の
塞
な
る
に
賛
る

と
､
山
の
霊
性
と
大
地
と
の
一
般
的
関
係
か
ら
唱
い
起
こ
し
た
あ
と
､

終
南
山
と
少
室
山
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

終
南
表
秦
観

終
南
は
秦
観
を
表
し

ち
か

少
室
適
王
城

少
室
は
王
城
に
適
し

(
一
章
)

終
南
山
は
長
安
の
宮
城
の
指
標
で
あ
-
､
中
森
常
山
の
西
峰
少
室

山
は
洛
陽
の
都
に
近
接
し
て
い
る
､
と
云
-
の
は
､
地
上
の
中
心
性

の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
鮭
承
し
て
い
る
の
だ
が
､
し
か
し
そ
れ
は
脱
俗

の
空
間
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
-
､
鍾
山
は
道
俳
の

徒
が
憩
う
場
で
も
あ
る
｡

あ

多
値
息
心
侶

多
-
心
を
息
む
る
侶
に
値

い

結
柴
山
之
足

架
を
山
の
足
に
結

ぶ

は
ち
ば

八
解
鳴
澗
流

八
解

潤
の
流
れ
に
鳴
-

四
碑
膳
巌
曲

四
滞

巌
の
曲
に
捻
る

(四
章
)
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五
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㍍

と

掩
留
訪
五
葉

掩
留
し
て
五
葉
を
訪
い

◆-

顧
歩
仔
三
芝

顧
歩
し
て
三
芝
を
仔
つ

(
五
章
)

山
は
超
俗
者
の
聖
な
る
空
間
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
都
を
国
境

し
て
天
子
に
隣
接
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
性
を
備
え
た
存
在
た
-

う
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
沈
約
の
詩
で
は
漠
賦
に
見
た
二
重
の

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
調
和
を
得
て
溶
け
合

っ
て
い
る
の
だ
が
､
や
は
-

山
を
風
景
と
し
て
眺
め
る
よ
-
も
､
全
編
を
貫
い
て
い
る
の
は
山
の

持

つ
象
徴
性
で
あ
る
｡
二
章
に
は
山
の
峻
厳
な
姿
が
描
出
さ
れ
て
は

い
る
が
､
そ
れ
も
神
山
で
あ
る
こ
と
の
謹
L
と
し
て
収
束
す
る
｡

草
地
多
寄
嶺

干
雲
非

一
状

合
沓
共
隠
天

参
差
互
相
望

奮
律
構
丹
職

陵
噌
起
育
時

勢
随
九
疑
高

気
輿
三
山
牡

地
よ
-
要
し
て
奇
嶺
多
-

雲
を
干
す
こ
と

一
状
に
非
ず

合
沓
と
し
て
共
に
天
を
隠
し

参
差
と
し
て
互
い
に
相
望
む

密
律
と
し
て
丹
職
を
構
え

陵
峰
と
し
て
青
峠
を
起
こ
す

勢
い
は
九
疑
に
随

い
て
高
-

気
は
三
山
と
輿
に
壮
ん
な
-

絡
南
山
そ
の
も
の
を
詩
題
に
立
て
て
詠
ず
る
作
品
は
､
都
の
立
地

の
上
か
ら
'
北
周
に
至

っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
O
北
周

･
宇
文

武

(李
詞
)
｢親
に
陪
し
て
終
南
山
に
幸
す
｣
､
隔

･
胡
師
耽

｢終
南

山
に
登
る
｣
詩
な
ど
が

『
文
苑
英
華
』
(巷
1
五
九
)
に
並
べ
ら
れ
て

い
る
｡
そ
こ
に
は
部
分
的
に
山
の
姿
の
措
寓
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も

の
の
､
神
仙
の
空
間
と
し
て
の
象
徴
的
な
意
味
が
な
お
優
勢
で
あ
る
｡

賂
南
山
が
符
び
て
き
た
意
味
付
け
か
ら
解
放
さ
れ
て
､
単
に
風
景
と

し
て
眺
め
る
蔵
鮎
は
ま
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
o
そ
の
中
で
宇
文
難

の
作
に
唱
和
し
た
庚
信
の

｢駕
に
陪
し
て
賂
南
山
に
幸
す

宇
文
内

史
に
和
す
｣
詩
(『文
苑
英
華
』
同
巻
)
が
､
季
節
の
移
-
襲
わ
-
に
よ

っ
て
賂
南
山
の
植
物
が
微
妙
な
襲
化
を
見
せ
る
と
こ
ろ
を
捉
え
て
い

る
の
は
､
輿
え
ら
れ
て
い
る
意
味
か
ら
況
し
て
､
自
分
の
目
で
捉
え

た
風
景

へ
韓
換
し
て
い
-
兆
し
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
か
｡

新
蒲
節
韓
促

新
蒲

節
樽
た
促
し

短
筒
待
猶
重

短
等

縛
猶
お
重
し

と
は
い
っ
て
も
､
こ
の
句
は
蒲
や
笥
だ
け
を
微
税
的
に
捉
え
た
も

の
で
､
山
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
観
念
的
な
域
を
出
て
い
な
い
｡

終
南
山
が
詩
の
題
材
と
し
て
重
き
を
成
す
の
は
'
そ
れ
が
身
近
な

存
在
に
な
る
唐
代
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
類
書
に
お
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け
る
終
南
山
の
項
目
の
配
皆
に
よ
-
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡
『
爾
雅
』

の
｢樺
山
｣
の
中
に
は
五
寂
は
あ

っ
て
も
終
南
山
の
名
は
な
い
｡
『重

文
類
衆
』
(唐

･
太
宗
期
)
に
は
各
地
の
山
が
畢
げ
ら
れ
て
い
る
が
､

終
南
山
の
名
は
見
え
な
い
｡

『
初
学
記
』
(玄
宗
期
)
､

及
び
今
見
ら

れ
る

『自
民
六
帖
番
数
集
』
に
な
る
と
､
五
寂
に
績
い
て
終
南
山
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
宋
初
に
勅
撰
さ
れ
た

『太
平
御
覧
』
で

は
五
叔

(撃
二
九
)
の
前
､
神
仙
の
山
を
並
べ
た
奄
三
八
の
末
尾
に
置

か
れ
､
『
文
苑
英
華
』
の
詩
の
部
分
で
も
､
個
別
的
な
山
と
し
て
は

最
初
に
終
南
山
の
詩
が
畢
げ
ら
れ
て
､
そ
の
後
に
五
教
の
作
が
績
-
0

唐
代
の
作
品
が
九
割
を
占
め
る

『文
苑
英
華
』
の
中
で
は
､
山
に
関

す
る
詩
と
し
て
賂
南
山
が
最
も
重
い
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
.

こ
の
よ
う
に
終
南
山
は
唐
代
に
お
い
て
詩
の
重
要
な
素
材
と
な
る

の
だ
が
､
そ
れ
を
予
兆
す
る
か
の
よ
う
に
へ
磨
初
に
太
宗
の

｢終
南

山
を
望
む
｣
詩
が
あ
る
｡

重
轡
僻
澗
水

量
轡

澗
水
を
僻
し

碧
峠
括
造
天

碧
峠

造
天
を
枯
す

出
紅
扶
嶺
日

紅
を
出
す

嶺
に
扶
る
日

藤
南
山

の
饗
容

(川
合
)

入
翠
貯
巌
煩

重
松
朝
如
夜

復
相
関
疑
全

封
此
情
千
慮

無
勢
訪
九
仙

翠
に
入
る

巌
を
貯
む
個

重
松

朝
も
夜
の
如
-

復
柚

闘
-
も
全
き
か
と
疑
う

此
れ
に
対
し
て
千
慮
を
悟
ん
ず

九
仙
を
訪
ず
る
る
を
努
す
る
無
し

末
二
句
に
至
っ
て
､
終
南
山
を
仙
界
と
み
な
し
､
そ
こ
か
ら
精
神

の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
詩
を
結
ぶ
｡
そ
れ
は
班
国
の

｢終
南
山
賦
｣
に

｢情
心
｣
と
言

っ
て
い
た
よ
う
に
､
従
来
の
終
南

山
に
ま
つ
わ
る
意
味
を
受
け
纏
い
で
い
る
の
だ
が
､
し
か
し
山
全
鰻

の
形
象
､
山
の
内
部
の
描
寓
な
ど
､
山
を
風
景
と
し
て
捉
え
る
目
が

す
で
に
確
か
に
備
わ
っ
て
い
る
｡
磨
初
の
こ
の
詩
で
は
､
終
南
山
を

超
俗
の
空
間
と
み
な
し
て
心
の
平
安
を
得
る
と
い
う
要
素
と
､
風
景

と
し
て
山
を
見
る
と
い
う
要
素
を
併
せ
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
､
唐
以

前
と
唐
以
後
と
の
過
渡
期
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
こ

れ
か
ら
後
の
終
南
山
の
詩
は
､
隠
棲
の
地
と
い
う
象
徴
性
を
ひ
き
ず

-
な
が
ら
も
､
し
だ
い
に
風
景
と
し
て
の
面
を
強
め
て
い
-
0

盛
唐
に
は
名
高
い
王
経
の

｢終
南
山
｣
の
詩
が
あ
る
｡

太
乙
近
天
都

太
乙

天
都
に
近
-
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連
山
到
海
隅

白
雲
過
望
合

音
寓
入
着
無

分
野
中
峰
奨

陰
晴
衆
壁
殊

欲
投
入
虞
宿

隔
水
間
樵
夫

第
五
十
放

蓮
山

海
隅
に
到
る

白
雲

望
を
遅
ら
せ
ば
合
し

青
馬

入
-
て
看
れ
ば
無
し

分
野

中
峰
に
襲
じ

陰
晴

衆
壁
殊
な
る

人
虞
に
投
じ
て
宿
せ
ん
と
欲
し

水
を
隔
て
て
樵
夫
に
問
う

終
南
山
の
最
高
峰
太
乙
は
天
上
の
都
に
接
近
せ
ん
ば
か
-
に
高
-

そ
び
え
､
終
南
山
か
ら
鹿
が
る
山
並
み
は
地
の
果
て
の
海
に
至
る
ま

で
繕
い
て
い
る
｡
大
地
の
中
心
に
位
置
し
て
垂
直
と
水
平
の
い
ず
れ

に
も
限
-
な
-
鹿
が
る
終
南
山
の
雄
大
さ
か
ら
語
-
始
め
る
こ
の
詩

は
､
い
か
に
も
盛
唐
詩
ら
し
い
ダ
イ
ナ
､､､
ヅ
ク
な
風
景
を
繰
-
虞
げ

て
い
る
が
､
そ
の
雄
大
さ
は
忠
貴
な
叙
景
に
よ
る
よ
-
も
､
盛
唐
詩

人
の
世
界
親
に
裏
打
ち
さ
れ
た
形
而
上
的
な
概
念
に
よ
っ
て
作
-
出

さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
第

一
句
は

｢太
乙
｣
｢天
都
｣

の
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
義
性
を
帯
び
て
い
る
｡

｢太
乙
｣

は
終
南
山
の
主
峰
の
名
で
あ
る
と
と
も
に
､
北
極
星
を
意
味
す
る
星

の
名
で
も
あ
-
､
｢天
都
｣
は
天
上
の
都
で
あ
る
と
同
時
に
天
子
の

居
す
る
都
で
も
あ
る
｡
天
上
に
限
定
す
れ
ば
第

一
句
は
北
極
星
と
天

界
の
中
心
と
の
関
係
を
指
す
こ
と
に
な
-
､
地
上
に
限
定
す
れ
ば
終

南
山
と
帝
都
と
の
関
係
を
指
す
こ
と
に
な
る
｡
も
と
よ
-
天
界
と
地

上
世
界
と
は
封
暦
す
べ
-
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
､

こ
の
よ
う
に
第

一
句
は
天
上
と
地
上
と
の
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
｡
し
か
し
そ
れ
は
次
の
第
二
句
を
読
む
こ
と
に
っ
て
､
何
を
指
し

て
い
る
か
定
め
ら
れ
る
｡
雄
二
句
が
水
平
に
延
び
る
虞
が
-
を
い
う

と
こ
ろ
か
ら
'
第

7
句
の
方
は
垂
直
方
向
の
勢
い
を
い
う
と
理
解
さ

れ
､
地
上
の
終
南
山
の
最
も
高
い

｢太
乙
｣
の
峰
が
天
上
の
都

｢天

都
｣
に
達
せ
ん
ば
か
-
に
そ
び
え
立
つ
と
い
-
意
味
を
獲
得
す
る
の

で
あ
る
｡
と
は
い
え
､
そ
の
意
味
を
読
み
取
る
だ
け
で
は
単
に
終
南

山
の
高
さ
を
誇
張
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
が
､
こ
の
よ
う
に

多
義
的
な
括
軒
を
散
-
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
句
は
宇
宙
論
的
な

鹿
が
-
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
｡

第
二
句
は
そ
れ
に
比
べ
た
ら
寛
景
に
近
い
､
と
思
う
の
も
誤
-
で
､

｢海
隅
｣
は
こ
の
地
の
果
て
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
遠
際
で
あ

-
､
こ
れ
も
彼
ら
の
世
界
観
に
依
接
し
た
､
や
は
-
抽
象
的
レ
ベ
ル

の
認
識
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
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ち
な
み
に
こ
れ
も
盛
唐
の
'
し
か
し
王
経
と
違

っ
て
ご
-
わ
ず
か

な
詩
の
み
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
王
之
漁
の

｢熊
笹
槙
に
登
る
｣
詩
､

そ
の

｢白
日

山
に
依

っ
て
轟
き
､
黄
河

海
に
入
-
て
流
る
｣
の

句
も
､
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
日
で
見
た
賓
景
を
詠
ん
だ

も
の
で
は
な
い
｡
東
は
中
候
山
の
山
並
み
が
績
-
が
'
西
に
は
山
影

が
見
え
る
べ
-
も
な
-
'
二
句
は
大
地
の
西
の
果
て
に
あ
る
で
あ
ろ

う
と
こ
ろ
の
山
に
沈
ま
ん
と
し
て
落
ち
て
い
-
太
陽
､
東
の
地
の
果

て
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
海
に
流
れ
込
ま
ん
と
し
て
東
流
す
る

黄
河
､
を
唱
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
｡
東
と
西
の
極
限
に
収
束
し
ょ

う
と
し
て
運
行
す
る
太
陽
と
黄
河
は
､
し
ば
し
ば
時
間
の
象
徴
と
な

る
も
の
で
も
あ
る
.
李
白
の

｢古
風
｣
其

1
1
も
､

黄
河
走
東
浜

黄
河

東
浜
に
走
-

白
日
落
西
海

白
日

西
海
に
落
つ

逝
川
輿
流
光

逝
川
と
流
光
と

親
忽
不
相
待

親
忽
と
し
て
相
待
た
ず

と
､
や
は
-
黄
河
と
白
日
が
東
西
の
地
の
果
て
に
向
か
っ
て
運
行

し
､
そ
れ
が
流
れ
て
や
ま
な
い
時
間
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
｡
天
空
と
地
表
の
全
鮭
を
運
行
す
る
太
陽
と
大
河
の
大

路
南
山

の
整
容

(川
合
)

き
な
動
き
を
時
間
の
耽
れ
に
重
ね
合
わ
せ
て
唱
い
上
げ
る
と
こ
ろ
に
､

い
わ
ゆ
る

｢推
移
の
悲
哀
｣
の
感
傷
を
越
え
た
雄
々
し
い
リ
リ
シ
ズ

ム
が
躍
動
す
る
｡
盛
唐
詩
の
雄
大
な
風
景
は
中
開
の
慶
大
な
風
土
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
'
地
形
の
寛
際
よ
-
も
大
事
な

の
は
､
盛
唐
詩
人
の
世
界
観
と
結
び
付
い
て
こ
う
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
風
景
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

さ
て
王
経
の
詩
の
第
三
句

･
四
句
は

1
韓
し
て
絡
南
山
の
内
部
の

具
鮭
的
描
出

へ
と
移
-
､
具
鮭
性
は
作
者
自
身
の
硯
鮎
に
即
し
た
表

現
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
る
｡
ぐ
る
っ
と
観
線
を
巡
ら
せ
ば
､
白
い

雲
は

一
つ
に
合
わ
さ
る
か
の
よ
う
で
あ
-
､
青
い
霜
は
そ
の
中

へ
入

っ
て
見
れ
ば
沿
え
て
し
ま
う
t
と
い
う
知
覚
を
､
自
分
の
感
覚
が
受

け
取

っ
た
ま
ま
に
具
象
的
に
語
る
が
､
第

一
･
二
句
が
勢
い
を
は
ら

み
つ
つ
も
静
止
し
た
存
在
の
堂
々
と
し
た
さ
ま
を
描
い
て
い
た
の
と

封
既
的
に
､
襲
幻
自
在
に
活
動
し
て
や
ま
な
い
世
界
を
捉
え
､
そ
の

無
碍
の
襲
容
の
さ
ま
を
､
作
者
は
自
身
の
感
覚
を
塀
弄
さ
れ
つ
つ
禦

し
ん
で
い
る
か
に
見
え
る
｡

第
五

･
六
句
は
絡
南
山
の
領
域
の
贋
大
き
を
､
天
文
と
の
封
麿
関

係
す
ら
二
つ
の
分
野
に
ま
た
が
-
､
山
岳
の
内
部
で
さ
え
天
気
が
異
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第
五
十
珊

な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
る
が
､
地
上
世
界
が
天
上
世

界
と
正
し
-
封
贋
関
係
に
あ
-
､
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ぞ
れ
の
天
候
ま

で
異
な
る
と
い
う
認
識
も
､
天
と
地
と
の
封
鷹
と
い
う
あ
る
べ
き
秩

序
と
寛
際
の
感
覚
と
が
食
い
違
う
こ
と
な
-

一
致
す
る
と
い
う
安
定

し
た
世
界
観
の
上
に
立

っ
て
い
る
｡

第
七

･
八
句
に
至
っ
て
初
め
て
人
間
が
登
場
し
､
作
者
の
行
動
が

説
明
さ
れ
る
｡
宿
を
問
お
う
と
す
る
作
者
と
､
呼
び
掛
け
ら
れ
て
足

を
止
め
た
樵
夫
と
が
川
を
挟
ん
で
相
対
す
る
､
い
か
に
も
王
維
ら
し

い
一
幅
の
櫓
の
よ
う
な
静
止
し
た
瞬
間
'
動
を
含
ん
だ

l
瞬
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
｡
人
物
も
王
経
の
詩
に
あ

っ
て
は
自
然
の

一
部
で
あ
る

か
の
よ
う
に
周
囲
の
風
景
の
中
に
柔
ら
か
-
溶
け
込
ん
で
い
る
｡

こ
の
詩
で
は
従
来
の
終
南
山
が
も

っ
て
い
た
隠
棲
の
地
と
し
て
の

意
味
は
､
末
句
の

｢樵
夫
｣
に
わ
ず
か
に
痕
跡
を
の
こ
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
｡
何
よ
-
も
こ
の
詩
全
鰻
を
貫
い
て
い
る
の
は
､
世
界
の

中
心
に
居
座
る
終
南
山
の
堂
々
と
し
た
存
在
感
で
あ
-
､
そ
れ
は
観

念
上
の
存
在
と
寛
際
に
知
覚
し
た
景
観
と
の

一
致
か
ら
生
み
出
さ
れ

て
い
る
｡
そ
こ
に
我
々
は
盛
唐
詩
人
の
世
界
の
存
在
に
封
す
る
括
る

ぎ
な
い
信
頼
を
謹
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡

盛
唐
で
は
ほ
か
に
も
租
詠
の

｢絡
南

除
雪
を
望
む
｣
詩
が
'
五

言
六
苛
の
作
で
あ
る
べ
き
進
士
科
の
課
題
に
四
句
の
み
を
提
出
し
た

と
い
う
逸
話

(『唐
詩
紀
事
』
撃

一〇
)
で
知
ら
れ
て
い
る
｡
同
題
の
詩

が
は
か
に
の
こ
っ
て
い
な
い
の
で
事
資
と
確
定
は
で
き
な
い
が
､
奉

賛
で
あ
る
と
す
れ
ば
試
帖
詩
に
課
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
終
南
山
は
詩
題

と
し
て
行
き
渡

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
の
み
な
ら
ず
､
終
南
山
の

風
景
を

｢除
雪
｣
と
い
う
､
冬
と
春
の
境
界
の
一
時
期
に
限
定
し
て

い
る
の
は
､
租
詠
が
王
経
に
比
べ
て
マ
イ
ナ
ー
な
詩
人
で
あ
る
た
め

だ
け
で
な
-
､
終
南
山
が
風
景
の
対
象
と
し
て
十
分
に
成
熟
し
､
そ

れ
ゆ
え
に
終
南
山
の
特
殊
な
場
面
を
求
め
る
段
階
に
至
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
以
下
に
述
べ
る
中
唐
詩
に
連
績
し
て
い

-
傾
向
で
あ
る
｡

概
し
て
中
麿
の
終
南
山
の
詩
は
､
全
鰻
を

一
気
に
把
握
す
る
こ
と

は
も
は
や
断
念
し
た
か
の
よ
う
に
'
ご
-
限
ら
れ
た
部
分
だ
け
に
絞

っ
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
｡
中
麿
に
至

っ
て
詩
の
題
材
と
し
て
の
終
南

山
が
ど
の
よ
う
に
襲
容
す
る
か
､
た
び
た
び
終
南
山
を
唱

っ
て
い
る

貿
島
の
例
が
そ
れ
を
よ
-
示
し
て
い
る
｡

貿
島
の

｢山
を
望
む
｣
詩
は
'
賂
南
山
が
長
雨
に
降
-
込
め
ら
れ
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て
久
し
-
見
え
な
か
っ
た
の
が
､
や
っ
と
雨
が
あ
が
-
､
新
鮮
な
株

の
姿
を
皇
し
た
光
景
を
措
い
て
い
る
｡
雨
上
が
-
の
絡
南
山
と
い
う

1
つ
の
特
別
な
場
面
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
そ
こ
に
は

終
南
山
の
全
鮭
を
畏
敬
を
も
っ
て
眺
め
る
と
い
う
態
度
は
も
は
や
な

-
､
｢之
を
望
め
ば
朋
親
の
如
し
｣
､
身
近
な
も
の
と
し
て
捉
え
､
山

と
個
人
的
な
親
密
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
｡
｢各
月

長
安
の
雨
中

に
絡
南
の
雪
を
見
る
｣
詩
で
は
､
詩
題
に
云
-
と
お
-
､
長
安
で
は

雨
が
降

っ
て
い
る
が
終
南
山
で
は
そ
れ
が
雪
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
､

は
な
は
だ
限
定
さ
れ
た
光
景
が
唱
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
-
に
貿
島
の
終

南
山
の
詩
は
'
終
南
山
の
見
せ
る
特
殊
な

一
場
面
､
そ
れ
だ
け
を
捉

え
る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
貿
島

一
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
O
劉
南
錫
に
は

｢絡
南
秋
雲
｣
の
詩
が
あ
る
｡
そ
こ
で
も
終
南
山
の
全
容
を
取
-
上

げ
る
の
で
な
く
､
ま
だ
秋
の
う
ち
に
高
い
峰
ゆ
え
に
す
で
に
雪
を
か

ぶ
っ
た
終
南
山
と
い
う
'
時
間
的
に
限
定
さ
れ
た
特
殊
な

一
場
面
が

選
び
取
ら
れ
て
い
る
｡
自
店
易
が
そ
れ
に
和
し
た

｢劉
郎
中
の
終
南

山
の
秋
雲
を
望
む
に
和
す
｣
詩
の
冒
頭
に
は
こ
う
い
う
､

遺
髪
古
今
集

遍
-
古
今
の
集
を
覚
る
も

絡
南
山

の
襲
容

(川
合
)

都
無
秋
雲
詩

都
べ
て
秋
雲
の
詩
無
し

従
来
唱
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
封
象
を
見
つ
け
る
､
全
鮭
の
掌

握
よ
-
も
部
分
の
新
し
い
硬
見
に
努
め
る
､
詩
人
の
表
現
欲
は
そ
う

し
た
方
向
に
韓
換
し
､
そ
れ
が
許
債
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
､

そ
れ
ま
で
の
終
南
山
に
ま
つ
わ
る
象
徴
的
な
意
味
は
も
は
や
顧
慮
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
｡
こ
れ
ま
で
取
-
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
､
自
分

一

人
が
猪
白
に
捉
え
た
殊
殊
な
部
分

へ
と
分
節
さ
れ
て
い
-
の
が
､
中

庸
の
終
南
山
を
唱

っ
た
詩
の
特
徴
と
言
え
よ
う
｡
そ
れ
は
詩
が
集
圏

的
な
文
筆
環
境
か
ら
離
れ
て
､
個
別
に
分
化
し
て
い
-
傾
向
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
｡

そ
う
し
た
中
庸
の
終
南
山
の
詩
群
の
中
で
異
彩
を
放

っ
て
い
る
の

が
､
韓
愈
の
大
作

｢南
山
詩
｣
で
あ
る
｡
二
百
四
句
に
の
ぼ
る
こ
の

詩
は
､
ま
ず
全
篇
の
序
に
皆
た
る
叙
述
か
ら
始
ま
-

(
1
-
一
〇
)､

逮
-
か
ら
眺
め
た
全
鰹
の
眺
望
を
描
き

(
〓

～
二
四
)
､
四
季
そ
れ

ぞ
れ
の
景
観

(二
五
～
四
二
)
と
い
う
時
間
に
よ
る
襲
化
を
描
-
｡
績

い
て
周
適
の
太
白
山

･
近
造
谷

･
良
明
池
の
叙
述
を
含
む
第

一
回
目

の
登
山

(四
三
～
九
四
)､
そ
れ
は
道
に
迷

っ
て
引
き
返
し
､
第
二
回

目
の
登
山

(九
五
～

二
〇
)
も
大
雪
に
遭

っ
て
断
念
し
､
や
っ
と
登
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頂
を
果
た
し
た
第
三
回
目
の
登
山

(
〓

1
-
7
九
〇
)､
そ
こ
に
詳

細
に
終
南
山
の
諸
相
を
措
き
､
最
後
に
賂
南
山
を
讃
え
る
こ
と
ば
を

連
ね
て

(
一
九
一
～
二
〇
四
)
結
ば
れ
て
い
る
｡

こ
の
長
い
作
品
の
中
に
も
､
終
南
山
が
帯
び
て
い
た
俸
統
的
な
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
に
依
接
し
た
表
現
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
象
徴
性

が
集
園
の
中
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
､
韓
愈
が
こ
こ
で
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
､
自
分
個
人

の
経
験
に
よ
っ
て
捉
え
た
､
場
所
に
よ
-
時
間
に
よ
っ
て
姿
を
襲
え

る
終
南
山
の
総
鮭
で
あ
る
.
三
度
の
登
山
を
逐

1
記
し
て
い
る
の
は
､

自
分
の
経
験
に
即
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
L
t

終
南
山
を
構
成
し
て
い
る
多
様
な
地
形
を
し
ら
み
つ
ぶ
し
に
記
そ
う

と

し
'

一
年
の
季
節
や

一
日
の
朝
晩
に
よ
る
襲
容
を
描
-
の
は
､
絡

南
山
を
時
間
の
中
で
襲
化
し
て
や
ま
な
い
動
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
'

そ
の
全
部
を
自
分
の
日
で
見
た
ま
ま
に
書
き
込
も
う
と
し
て
い
る
の

だ
｡
そ
の
た
め
に
こ
と
ば
は
過
剰
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
と
い
う

よ
-
､
こ
と
ば
を
過
剰
に
そ
そ
ぎ
込
む
こ
と
日
経
が
､
こ
の
詩
の
特

質
と
な
っ
て
い
る
｡
韓
愈
が
お
び
た
だ
し
い
こ
と
ば
を
投
入
す
る
と

こ
ろ
に
､
終
南
山
の
維
鮭
に
近
づ
こ
う
と
す
る
韓
恵
の
姿
勢
が
浮
か

び
上
が
る
の
で
あ
る
｡

｢南
山
詩
｣
の
な
か
ほ
ど
に
は
､
賂
南
山
の
峰
の
様
々
な
か
た
ち

の
1
つ
ひ
と
つ
に
封
し
て
見
立
て
を
連
ね
､
｢或

○
若
･･･-
｣
の
直

職
を
延
々
と
続
け
た
部
分
が
あ
る
｡
こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
は
杜
甫

に
も
先
例
が
あ
る
｡
杜
甫
の

｢公
孫
大
娘
の
弟
子
の
創
器
を
舞
う
を

観
る
行
｣
(『詳
注
』
撃

一〇
)
の
中
で
'
開
元
年
間
の
公
孫
大
娘
の
舞

い
を
回
想
し
た
箇
所
に
'

堰
如
穿
射
九
日
落

矯
如
葦
帝
隆
龍
和

束
如
宮
窪
故
買
怒

･乃く
燐
と
し
て
罪
の
九
日
を
射
て
落
す
が
如
-

矯
と
し
て
璽
帝
の
龍
を
睦
に
し
て
糊
-
る

が

如

し

来

る

と

き
は
雷
窪
の
震
怒
を
収
む
る
が
如

64
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罷
如
江
海
凝
清
光

罷
む
と
き
は
江
海
の
清
光
を
凝
ら
す
が
如

し

韓
愈
の

｢或

○
若
…
-
｣
の
句
型
が
時
に
リ
ズ
ム
に
襲
化
を
興
え

る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
交
え
な
が
ら
五
言
二
百
四
句
の
中
で
六
十

句
も
連
緯
す
る
'
そ
の
量
の
過
剰
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
強
烈
な
印

象
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
､
杜
甫
の
詩
が

｢
○
如
-
･-
｣
の
句
型
を



七
言
二
十
六
句
の
中
に
四
句
並
べ
て
い
る
の
も
､
直
境
の
連
綾
が
表

現
そ
の
も
の
へ
注
目
を
引
き
起
こ
す
鮎
で
韓
愈
の
先
駆
と
い
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
句
法
の
類
似
は
韓
愈
に
先
鞭
を
つ
け
な
が
ら
も
､

比
職
の
構
造
自
腹
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
｡
杜
甫
の
句
は
人
間
で

あ
る
公
孫
大
娘
の
舞

い
の
神
技
を
'
非
日
常
的
な
'
人
間
を
越
え
た

も
の
に
た
と
え
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
韓
愈
の

｢南
山
詩
｣
で
は
神
秘

的
な
峰
の
か
た
ち
を
､
極
め
て
日
常
的
な
'
卑
近
な
物
に
比
愉
す
る

の
で
あ
る
｡
た
と
え
る
も
の
と
た
と
え
ら
れ
る
も
の
の
関
係
が
逆
韓

し
て
い
る
の
だ
｡

或
散
若
瓦
解

或
赴
苦
痛
湊

或
細
君
船
遊

或
決
若
馬
騒

或
背
若
相
悪

或
向
若
相
佑

或
乳
若
抽
笥

戎
嘘
若
注
灸

或

い
は
散
じ
て
瓦
の
解
け
る
が

若
-

あ
つ

或

い
は
赴
き
て
輔
の
湊
ま
る
が
若
し

或
い
は
細
と
し
て
船
の
遊
ぶ
が
若
-

よ

或
い
は
決
と
し
て
馬
の
熟
せ
る
が
若
し

或
い
は
背
き
て
相
悪
む
が
若
-

或
い
は
向
き
て
相
佑
-
る
が
若
し

或

い
は
乱
れ
て
筈
を
抽
-
が
若
-

そ
そ

す

或

い
は

幌
-
て
灸
を
注
う
る
が
若
し

瓦
､
串
の
矢
､
船
､
馬
'
向
か
い
合

り
た
-
背
を
向
け
合

っ
た
り

し
て
い
る
人
､
た
け
の
こ
'
灸
…
-
ご
-
身
近
な
､
日
常
的
な
物
ば

か
-
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
身
近
な
物
に
見
立
て
る
と
い
う
そ
の

態
度
は
､
韓
愈
が
絡
南
山
を
自
分
の
も
と

へ
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
峰
の
様
々
な
形
に
意
味

を
輿
え
て
人
間
の
所
有
物
に
換
え
よ
う
'
終
南
山
と
い
う
自
分
を
越

え
た
大
き
な
存
在
を
自
分
の
認
識
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
､
懸
命

に
見
立
て
を
連
ね
て
い
-
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
直
職
の
連
清
を
は
じ
め
と
し
て
'
韓
愈
が
個

々
の
部

分
を
集
積
し
て
全
容
に
迫
ろ
う
と
す
る
の
と
､
質
島
以
下
の
中
唐
の

詩
人
が
特
殊
な
個

々
の
場
面
だ
け
を
括
-
の
と
は
､
終
南
山
の
全
容

に
迫
る
か
部
分
に
限
定
す
る
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
､
自
分
の
知

覚
に
基
づ
い
て
個

々
の
部
分
を
捉
え
る
と
い
う
鮎
で
は
共
通
し
て
い

る
｡
い
ず
れ
の
場
合
も
終
南
山
に
付
興
さ
れ
て
き
た
象
徴
的
意
味
に

拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
-
'
ま
た
終
南
山
の
全
鰻
を

一
束
に
掌
握
し

て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
｡
相
違
は
そ
れ
を

一
つ
に
限
る
か
､
積
み
重

ね
て
全
部
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
｡

一
つ
の
部
分
に
限
定
す
る
､
或
い
は
部
分
を
集
積
し
て
全
部
を
措
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き
壷
-
そ
-
と
す
る
､

こ
-
し
た
中
庸
の
態
度
は
､
盛
唐
詩
人
が
限

ら
れ
た
こ
と
ば
で
全
髄
を
把
纏
し
て
し
ま
う
の
と
鮮
や
か
な
対
照
を

な
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
盛
唐
と
中
庸
と
の
認
識
の
あ
-
か
た
の
相
違

が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡
盛
唐
に
お
い
て
は
､
人
は
租

界
の
届
か
ぬ
先
ま
で
も
世
界
の
全
鰹
が
瞬
時
に
把
握
さ
れ
た
｡
そ
れ

を
可
能
に
し
た
の
は
､
お
そ
ら
-
個
人
を
越
え
た
文
化
の
枠
組
み
が

人
と
世
界
と
の
安
定
し
た
調
和
の
関
係
を
保
護
し
て
い
た
た
め
で
あ

ろ
う
｡
中
庸
に
至
る
と
､
世
界
の
認
識
を
可
能
に
し
た
枠
組
み
が
も

は
や
解
捜
し
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
-
だ
｡
中
庸
文
人
は
自
分
個
人
の

経
験
や
知
覚
に
基
づ
い
て
対
象
を

1
つ
ひ
と
つ
捉
え
て
い
-
は
か
な

い
の
で
あ
る
｡

盛
唐
詩
の
風
景
の
特
徴
の

一
つ
に
農
大
無
遠
際
な
景
観
が
あ
-
､

中
庸
で
は
そ
れ
が
目
立
た
な
-
な
る
が
､
そ
れ
も
盛
唐
と
中
庸
の
終

南
山
の
詩
に
見
ら
れ
る
両
者
の
違

い
と
連
績
し
て
い
る
だ
ろ
う
｡
盛

唐
詩
人
は
無
連
際
の
領
域
ま
で
達
す
る
世
界
の
全
膿
を
短
い
こ
と
ば

の
中
に
把
撞
す
る
｡
そ
れ
は
寛
景
と
い
-
よ
-
観
念
的
な
レ
ベ
ル
で

捉
え
ら
れ
た
風
景
で
あ
り
､
そ
の
背
後
に
は
盛
唐
人
に
共
有
さ
れ
た

安
定
し
た
世
界
観
が
あ
る
｡
彼
ら
は
そ
う
し
た
世
界
観
に
依
摸
し
て
､

目
に
見
え
な
い
世
界
の
果
て
ま
で
､
天
地
の
全
鰻
を
認
識
可
能
な
対

象
と
し
え
た
｡
中
庸
で
は
全
鰻
を
把
握
し
う
る
世
界
観
は
崩
壊
し
､

個
人
が
認
識
し
う
る
領
域
の
中
に
叙
述
が
限
定
さ
れ
る
｡
韓
恵
が
自

分

の
見
聞
に
即
し
て

一
つ
ひ
と
つ
終
南
山
を
獲
得
し
て
い
っ
た
よ
う

に
､
或

い
は
他
の
中
唐
詩
が
終
南
山
の
樽
殊
な

一
部
分
に
限
定
し
て

描

い
て
い
る
よ
う
に
､
い
ず
れ
も
自
分

一
人
の
知
覚
だ
け
を
頼
-
に

終
南
山
に
向
か
い
合
う
は
か
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
韓
愈
は
自

己
の
認
識
を
漬
大
し
､
世
界
の
全
髄
に
迫
ろ
う
と
す
る
｡
｢南
山
詩
｣

の
初
め
の
部
分
で
､

囲
鮮
試
提
撃

珪

一
念
寓
漏

欲
休
諒
不
能

粗
叙
所
産
朝

あ
つ

解
を

固

め

て
試
み
に
提
撃
せ
ん

一
を
挫
け

て
寓
を
漏
ら
さ
ん
こ
と
を
念

う

ま
こと

休
め
ん
と
欲
す
る
も
諒
に
能
わ
ず

へ
み

粗
ぼ
経
期

し
所
を
叙
べ
ん
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と
語
る
の
は
､
自
分
自
身
の
経
験
､
見
聞
に
即
し
な
が
ら
､
終
南

山
の
す
べ
て
を
こ
と
ば
に
よ

っ
て
措
き
義
-
そ
う
と
す
る
意
圏
を
示

す
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
個
人
に
は
不
可

能
な
難
事
で
あ
る

こ
と
も
韓
愈
は
承
知
し
て
い
る
｡

あ
あ

呼
嵯
信
奇
怪

呼
嵯

信
に
奇
怪
な
-



襲
幻
す
る
絡
南
山
､
人
間
の
尺
度
で
は
計
-
き
れ
な
い
封
象
に
面

し
て
､
韓
恵
は
時
折
こ
う
し
た
嘆
聾
を
襲
し
て
い
る
.
世
界
は
限
-

な
く
豊
鏡
で
あ
-
､
人
間
に
は
す
べ
て
を
掌
握
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
｡
そ
の
限
界
を
知
-
な
が
ら
も
な
お
そ
れ
に
挑
も
う
と
す
る
緊
張

が
､
韓
恵
の

｢南
山
｣
詩
を
支
配
し
て
い
る
｡
韓
恵
の
何
も
か
も
書

き
連
ね
る
表
現
は
､
漠
賦
の
手
法
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
｡
漠
賦
も
確
か
に
お
び
た
だ
し
い
こ
と
ば
を
世
界
の
再
現
に
費

や
す
の
だ
が
､
そ
こ
で
は
描
出
さ
れ
た
世
界
と
封
象
と
し
て
の
世
界

と
が
過
不
足
な
-

一
致
し
て
い
る
｡
或
い
は
眼
前
に
あ
る
世
界
を
表

現
し
た
と
い
う
よ
-
'
す
で
に
観
念
化
さ
れ
て
い
る
世
界
を
こ
と
ば

に
よ
っ
て
表
出
し
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
｡
し
た
が

っ
て
漠
賦
で
は
人
の
認
識
と
世
界
と
が
幸
福
な

一
致
を
賓
現
し
て
い

る
の
だ
が
､
韓
愈
の
場
合
は
人
間
の
限
界
を
知
悉
し
な
が
ら
世
界
の

全
鰹
に
挑
む
､
人
と
世
界
と
の
緊
張
し
た
関
係
が
全
編
に
み
な
ぎ

っ

て
い
る
｡

そ
れ
ま
で
共
有
さ
れ
て
き
た
世
界
観
の
中
麿
に
お
け
る
解
鮭
は
､

同
時
に
因
襲
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
で
も
あ
る
｡
文
学
を
成
立
さ
せ
て

い
た
も
の
が
襲
質
し
､
中
唐
の
文
人
は
個
々
に
世
界
を
認
識
し
､
猪

終
南
山
の
襲
容

(川
合
)

白
に
文
学
を
築
き
上
げ
て
い
-
こ
と
に
な
る
O
文
学
は
集
圏
か
ら
個

へ
､
節
目
を
経
な
が
ら
襲
化
し
て
い
-
が
､
盛
唐
か
ら
中
庸

へ
の
襲

化
も
文
学
が
個
の
方
向

へ
ま
た

一
歩
歩
み
寄
る

一
つ
の
韓
折
鮎
に
は

か
な
ら
な
い
｡

本
稿
は
一
九
九
四
年
度

･
九
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
共
同

研
究

｢中
庸
文
撃
の
総
合
的
研
究
｣

(代
表
者
'
松
本
肇
筑
波
大
撃
助
教

授
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡


